
フ
　
ラ
　
ン
　
ス
　
の
暗
唱
指
導

-
　
小
学
'
校
の
は
あ
　
い

暗
唱
指
導
。
こ
の
こ
と
ば
は
な
に
か
昔
の
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
伝
統
を
、
わ

た
し
た
ち
に
想
起
さ
せ
が
ち
で
あ
る
。
古
い
伝
統
を
維
持
し
て
い
る
国
々
に
あ

っ
て
は
、
い
つ
も
学
習
者
の
教
息
を
伴
な
い
つ
つ
引
き
継
が
れ
て
き
た
、
と
い

う
印
象
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
や
く
、
モ
ン
テ
I
ニ
r
L

も
'
「
暗
記
す
る
こ
と
は
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
断
言
し
て
い
る
。
詰
込

主
義
教
育
の
主
流
を
占
め
て
き
た
、
暗
記
学
習
の
弊
害
を
'
こ
の
「
暗
唱
」
指

導
に
感
じ
取
る
の
も
無
理
は
な
い
o
 
L
か
L
t
暗
記
す
る
こ
と
'
記
憶
力
を
鍛

え
る
こ
と
'
記
憶
し
た
も
の
を
音
声
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
能
力

は
児
虫
に
と
っ
て
不
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
o
　
こ
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
漢

文
素
読
の
学
習
法
を
ま
ず
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
戦
前
ま
で
の
暗

唱
指
導
の
数
々
を
。
漢
文
素
読
の
方
法
を
そ
の
ま
1
再
現
す
る
こ
と
は
問
題
外

と
し
て
も
、
暗
唱
学
習
は
考
慮
に
価
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
暗
唱
指
導
は
'
い

わ
ゆ
る
語
込
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
疑
問
と
問
題
を
持
つ
の
で
あ
る
が
'
フ
ラ
ン
ス
の
暗
唱
指
導

で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
'
実
践
に
う
つ
し
て
い
る
で
あ

中

　

　

西

　

一

　

弘

ろ
う
か
'
を
み
て
い
き
た
い
O
最
初
に
1
挙
に
暗
唱
指
導
の
実
態
を
把
握
し
て

も
ら
う
た
め
に
'
そ
の
具
体
的
な
指
導
の
姿
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ぎ

に
掲
げ
る
の
は
、
師
範
学
校
の
教
科
教
育
用
教
科
宙
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の

の
う
ち
、
暗
唱
指
導
を
論
述
し
、
そ
の
具
体
例
を
示
し
た
部
分
を
訳
出
し
た
も

注y・・

の
で
あ
る
.
暗
唱
指
導
の
教
材
研
究
の
1
例
で
あ
る
O

ザ
ェ
ル
レ
I
ヌ
の
「
沈
む
日
」
は
中
級
第
二
学
年
(
日
本
の
小
学
五
年
)

か
'
上
級
(
小
学
六
年
)
　
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
で
あ
ろ
う
。

沈
む
日

た
よ
り
な
い
う
す
明
か
り

沈
む
日
の

メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を

野
に
そ
そ
ぐ
。

メ
ラ
ン
コ
リ
ヤ
の

歌
ゆ
る
-

沈
む
日
に
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わ
れ
を
忘
れ
る

わ
が
こ
こ
ろ

う
ち
ゆ
す
る
。

砂
浜
に

沈
む
日
も
さ
な
が
ら
の

不
可
思
議
の
夢

紅
い
の
幽
霊
と
な
り

絶
え
ま
な
く
う
ち
つ
づ
-

う
ち
つ
づ
-

大
い
な
る
沈
む
日
に
似
て

帥
H
I
に
.

(
相
口
大
学
氏
の
訳
に
よ
る
。
)

こ
の
詩
で
は
'

う
す
明
か
り
　
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を
　
そ
そ
ぐ
。

メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
の
　
わ
が
こ
こ
ろ
　
う
ち
ゆ
す
る
。

不
可
恩
義
の
夢
　
絶
え
ま
な
-
　
う
ち
つ
づ
く
。

を
お
さ
え
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
三
つ
の
テ
ー
マ
は
、
冒
頭
か
ら
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
こ
う
。
ち
ょ
う

ど
'
そ
の
上
に
刺
繍
す
る
枝
糸
の
よ
う
に
。
あ
と
で
、
子
供
た
ち
は
こ
の
導
き

の
糸
に
よ
っ
て
'
い
つ
も
、
記
憶
の
道
筋
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の

児
童
の
心
の
動
き
は
、
詩
人
の
そ
れ
と
全
く
同
T
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ

こ
の
詩
の
重
要
語
が
、
「
う
す
明
か
り
」
・
「
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
」
・
「
夢
」
の

三
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
「
う
す
明
か
り
」
　
(
こ
こ
で
'
自
ら
ん
だ
光
を
理

解
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
)
は
、
野
に
満
ち
て
い
て
、
詩
人
の
心
に
「
メ
ラ
ン

コ
リ
ヤ
」
を
吹
き
込
む
。
そ
し
て
、
か
れ
は
、
眼
前
に
う
ち
つ
づ
-
「
夢
」
の

中
に
わ
れ
を
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
'
横
糸
の
上
に
細
部
を
置
き
な
が
ら
、
も
う
一
度
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分

を
検
討
す
る
。

「
た
よ
り
な
い
う
す
明
か
り
」
　
-
　
こ
の
二
語
を
固
く
結
合
さ
せ
よ
う
。
白

く
'
柔
ら
か
な
、
弱
い
光
で
あ
り
、
す
べ
て
は
静
か
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

(
こ
れ
は
へ
同
義
語
で
も
な
く
、
根
拠
の
な
い
発
展
で
も
な
い
。
詩
句
と
そ
の

a
s
c
z
E

音
楽
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
'
語
調
の
調
べ
で
あ
る
。
)

た
よ
り
な
い
う
す
明
か
り
　
-
　
メ
ラ
ン
コ
リ
ヤ
を
　
-
　
野
に
そ
そ
ぐ
-
-

こ
の
白
-
要
り
か
い
光
は
空
よ
り
来
て
、
野
の
広
い
空
間
に
あ
ふ
れ
る
。
そ

し
て
、
「
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を
」
-
-
詩
人
の
心
の
中
と
同
様
に
　
-
　
「
野
に
そ

そ
ぐ
」
　
0
「
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を
」
　
「
野
に
そ
そ
ぐ
」
'
こ
の
二
行
を
繰
り
返
し

言
わ
せ
る
o
　
つ
い
で
、
第
-
行
を
こ
れ
に
加
え
る
0
そ
の
と
き
'
脚
朝
a
f
f
a
i
b

l
i
e
-
m
e
l
a
n
c
o
l
i
e
が
ど
ん
な
に
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
か
を
強
調

す
る
。「

沈
む
日
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ヤ
」
　
(
こ
の
詩
の
中
心
語
句
を
反
復
す
る
こ
と
を

恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
)
　
こ
れ
は
夕
方
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
l
日
の

終
り
の
日
没
時
と
同
様
な
メ
ラ
ン
コ
-
ッ
ク
な
印
象
を
受
け
る
。

以
上
の
四
行
を
反
復
さ
せ
よ
う
。
児
童
が
こ
の
四
行
を
よ
-
理
解
し
、
す
で

に
熟
知
し
て
い
て
、
上
手
に
朗
読
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

同
じ
方
法
で
つ
ぎ
の
四
行
を
紀
け
る
。
そ
れ
が
、
だ
い
た
い
理
解
さ
れ
た
な

ら
'
前
の
四
行
と
あ
わ
せ
て
朗
読
さ
せ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
'
作
品
全
体

に
進
む
。
詩
は
解
明
さ
れ
て
い
き
、
漸
次
再
構
成
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
全
体
の

意
味
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
.
放
後
に
I
そ
し
て
'
す
ぼ
や
-
'
骨
を
折
ら
ず

に
　
-
　
ほ
と
ん
ど
全
部
の
生
徒
が
'
こ
の
詩
を
暗
唱
す
る
で
あ
ろ
う
。
目
印
に

な
る
語
句
「
う
す
明
か
り
・
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
・
夢
」
に
支
え
ら
れ
て
。
こ
れ
ら
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の
語
句
の
ま
わ
り
に
は
'
退
続
的
に
つ
ぎ
の
テ
ー
マ
が
形
成
さ
れ
て
い
-
O

「
う
す
明
か
れ
　
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を
　
そ
そ
ぐ
」
　
-
　
「
メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
　
わ

が
こ
こ
ろ
　
う
ち
ゆ
す
る
」
　
-
　
「
不
可
思
議
の
夢
　
絶
え
ま
な
く
　
う
ち
つ
づ

く
」
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
一
つ
に
つ
い
て
、
だ
ん
だ
ん
と
つ
ぎ
の

詩
句
全
体
が
結
晶
さ
れ
て
い
く
。

た
よ
り
の
な
い
う
す
明
か
り

沈
む
日
の

メ
ラ
ン
コ
-
ヤ
を

野
に
そ
そ
ぐ
。

こ
と
ば
が
欠
け
て
い
た
り
、
他
の
こ
と
ば
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
0

そ
の
と
き
は
、
詩
句
が
破
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
以
上
に
、
そ

の
破
格
を
耳
か
ら
理
解
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
o
さ
ら
に
、
意
味
も
変
化

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
ま
た
、
詩
人
の
こ
と
ば
が
'
い
か
に
す

ば
ら
し
く
、
適
切
で
美
し
い
か
t
を
示
す
機
会
で
も
あ
る
。
家
庭
で
は
、
児
童

た
ち
は
、
か
れ
ら
の
心
の
中
で
歌
っ
て
い
る
作
品
を
定
着
さ
せ
る
だ
け
で
よ
い

の
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
へ
た
ん
な
る
復
習
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
、
児
童
に
朗
唱
さ
せ
る
以
前
の
指
導
と
し
て
、
い
か
に
記
憶
さ
せ

る
か
t
　
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
頭
か
ら
の
語

込
み
で
は
決
し
て
な
い
。
作
品
全
体
の
構
成
に
し
た
が
い
'
そ
の
全
体
の
要
点

を
端
的
に
示
し
、
つ
い
で
へ
各
部
分
の
中
心
語
を
お
さ
え
、
中
心
語
に
付
加
す

る
語
を
調
べ
つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
の
理
解
と
形
成
と
を
は
か
り
、
加
え
て
'
語
調

・
脚
出
を
確
か
め
感
じ
取
ら
せ
な
が
ら
'
記
憶
さ
せ
よ
う
と
配
慮
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
作
品
の
理
解
・
鑑
斑
と
記
憶
化
・
再
現
化
の
二
つ
を
有
機
的
に
ね

ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
教
室
で
は
作
品
の
徹
底
的
な
分
析
は
お

こ
な
わ
な
い
が
、
教
師
自
身
は
前
も
っ
て
分
析
し
、
.
そ
の
成
果
に
も
と
づ
き
'

児
童
の
作
品
理
解
と
そ
の
再
現
化
に
有
効
な
手
が
か
り
を
与
え
る
努
力
が
払
わ

れ
て
い
る
。
作
品
の
構
造
に
準
拠
し
、
詩
情
の
屈
間
に
応
じ
て
指
導
さ
れ
て
い

る
の
が
'
こ
の
場
合
の
特
色
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

実
例
に
み
た
よ
・
γ
に
,
フ
ラ
ン
ス
の
暗
唱
指
導
は
'
作
品
の
理
畢
-
お
お

よ
そ
の
理
解
で
は
あ
る
が
　
ー
　
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
記
憶
す
る
た
め
の
着
眼

と
再
現
の
目
や
す
と
を
与
え
る
な
ど
の
配
慮
が
み
ら
れ
、
た
ん
な
る
暗
記
学
習

で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
暗
唱
指
導
は
'
し
か
し
、
以
上
で
す
べ
て

が
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
記
憶
化
は
暗
唱
指
導
の
半
ば
に
す
ぎ
な
い
。
男
妾
な

学
習
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
暗
記
し
、
記
憶
に
定
着
し
た
作
品
を
'
正
確
・

明
瞭
な
発
音
で
、
表
現
的
に
朗
唱
す
る
学
習
が
残
さ
れ
て
い
る
.
暗
記
が
理
解

・
受
容
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
発
表
・
表
現
と
い
え
よ
う
0
読
み
方
・
語
意
・
文

法
な
ど
の
学
習
を
含
め
へ
　
フ
ラ
ン
ス
の
国
語
教
育
で
は
、
そ
の
全
領
域
の
学
習

が
'
・
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
'
表
現
化
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
暗
唱
指

プ
B
グ
ラ
ム

導
も
ま
た
音
声
の
表
現
に
よ
る
仕
上
げ
を
目
標
と
し
て
い
る
。
指
導
要
領
の
規

定
に
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
1
　
ラ
ム
.
　
丁
ン
K
-
<
-
-
p
.
々
・
ン
ヨ
ン

つ
ぎ
に
、
指
導
要
領
・
訓
　
　
令
　
に
よ
っ
て
、
暗
唱
指
導
の
輪
郭
を

た
ど
る
こ
と
に
す
る
O
琵
。
一

〓

準
備
級
(
小
学
一
年
に
相
当
)

精
選
さ
れ
た
、
簡
単
で
や
さ
し
い
詩
の
学
習
(
毎
日
1
0
分
授
業
1
回
)

初
級
(
小
学
二
・
三
年
に
相
当
)

き
わ
め
て
や
さ
し
い
詩
の
表
現
的
な
暗
唱
(
毎
日
1
5
分
授
業
一
回
)

注
3

中
級
・
上
級
(
小
四
・
五
・
六
・
中
一
に
相
当
)
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有
名
な
文
学
作
品
か
ら
抜
翠
し
た
詩
な
ら
び
に
散
文
の
表
現
的
な
暗
唱

(
毎
日
1
5
分
授
業
1
回
)
琵
4

尭
成
級
(
中
二
・
三
に
相
当
)

フ
ラ
ン
ス
語
の
も
っ
と
も
美
し
い
作
品
か
ら
選
出
し
た
テ
キ
ス
ト
。
文
学

趣
味
へ
の
導
入
、
な
ら
び
に
、
す
ぐ
れ
た
作
家
に
関
す
る
知
識
の
習
得
に
役

立
つ
も
の
。

以
上
が
指
導
要
領
に
定
め
る
暗
唱
指
導
の
項
目
で
あ
る
O
暗
唱
指
導
の
骨
子

だ
け
が
示
さ
れ
て
い
て
、
こ
ま
か
な
規
定
は
み
ら
れ
な
い
〇
一
回
の
授
業
で
学

習
さ
せ
る
教
材
の
分
量
に
つ
い
て
も
特
に
触
れ
て
い
な
い
が
'
各
種
の
実
践
的

指
導
書
に
記
戴
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
琵
5

準
備
級
(
0
0
-
=
行
)
、
初
級
Y
-
-
^
行
)
、
中
級
/
i
n
 
o
行
)
へ
上
級

以
上
(
2
0
行
以
上
)
0

ブ
B
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ス
ト
り
ユ
ク
シ
T
T
T
ン

指
導
要
領
に
は
'
い
つ
も
「
　
訓
　
令
　
」
が
加
え
ら
れ
て
い
て
'
各
学
級

で
の
暗
唱
指
導
に
つ
い
て
'
具
体
的
な
指
示
が
み
ら
れ
る
。
指
導
全
般
に
関
す

る
注
意
事
項
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
あ
わ
せ
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

訓
令
(
一
九
二
三
年
)

暗
唱
学
習
の
重
要
性
は
準
備
級
か
ら
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
学
校
訪
問

の
際
、
教
師
の
机
の
近
く
の
掲
示
板
に
、
そ
の
学
年
中
に
学
ぶ
暗
唱
作
品
の
-

ス
ト
が
規
則
ど
お
り
に
張
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
-
ス
-
が
全
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
へ
暗
唱
学
習
は
'
国
語
の
正
し
い
使
用
法
と
そ
の
表
記
法
を
子
供
た
ち
に
学

ば
せ
る
の
に
最
も
す
ぐ
れ
た
方
法
の
1
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
暗
唱
教
材
の
長

さ
と
性
質
と
が
児
童
の
年
齢
に
適
合
し
て
い
る
な
ら
ば
へ
暗
唱
学
習
は
児
童
に

と
っ
て
快
い
も
の
と
な
る
と
い
う
利
点
を
も
っ
て
い
る
0
準
備
級
で
は
短
い
詩

丁
ル
サ
ー
r
*
f
<
ラ
シ
寸
ン
　
　
　
　
　
　
ブ
イ
ク
.
.
¥
t
n
ン

を
耳
か
ら
学
ば
せ
る
が
、
明
際
な
発
音
と
正
確
な
朗
　
　
読
を
求
め
る
。
初

級
以
後
で
は
、
読
み
方
教
材
の
中
か
ら
す
こ
し
長
い
詩
を
選
ん
で
学
習
す
る
。

3

.

は

E

'

中
級
に
な
る
と
、
児
童
の
記
憶
が
斑
律
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
必
要
が
す
く
な

ブ
B
グ
ラ
ム

く
な
る
の
で
'
指
導
要
領
に
は
'
詩
に
あ
わ
せ
て
散
文
の
作
品
が
組
ま
れ
て
い

る
。
ど
の
学
級
に
お
い
て
も
'
は
っ
き
り
と
価
倍
の
定
ま
っ
た
作
品
の
み
を
選

ん
で
児
童
に
記
憶
さ
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
歳
の
児
虫
用

テ
キ
ス
ト
を
全
部
古
典
作
品
か
ら
借
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ラ
・
ホ

ン
テ
-
ヌ
で
さ
え
も
、
児
童
に
と
っ
て
は
'
い
つ
も
魅
力
あ
り
へ
　
理
解
可
能
な

も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

訓
令
(
一
九
三
八
年
)

完
成
級
で
は
'
中
級
と
同
様
に
、
読
み
方
、
暗
唱
、
朗
読
の
学
習
を
と
お
し

て
'
児
童
に
こ
の
学
習
の
む
ず
か
し
さ
を
自
覚
さ
せ
、
克
服
し
て
い
く
よ
う
に

導
-
。
耳
で
と
ら
え
る
こ
と
を
学
ば
せ
'
つ
い
で
、
発
音
の
仕
方
に
よ
っ
て

は
、
語
句
が
「
破
格
の
」
も
の
に
な
り
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
朝
律
を
失
な

う
こ
と
を
児
童
に
感
じ
取
ら
せ
よ
う
。
ふ
つ
う
に
は
発
音
し
な
い
シ
ラ
ブ
ル
で
、

丁
ル
ナ
イ
キ
ユ

詩
に
お
い
て
発
音
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
シ
ラ
ブ
ル
に
は
'
と
く
に
明
　
　
瞭

ラ
シ
オ
ン

な
発
音
と
な
る
よ
う
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ラ
ブ
ル
を
規
則
正
し
い
数
に

り
ま
'
ソ
ン

整
え
る
の
は
必
要
な
通
読
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

詩
作
品
に
は
十
分
な
事
前
の
準
備
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
準
備
は

散
文
作
品
に
対
す
る
と
同
様
に
語
句
の
解
説
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
'
と
く
に
語
句
の
討
律
と
詔
調
の
解
説
を
お
こ
な
お
う
0
児
童
は
詩
句
の
統

7

レ

ク

サ

ン

ド

ラ

ン

辞
的
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
1
2
音
綴
詩
の
1
2
シ
ラ
ブ
ル
を
発
音
す

る
こ
と
や
律
動
ア
ク
セ
ン
-
を
も
つ
シ
ラ
ブ
ル
を
強
調
し
、
感
情
ア
ク
セ
ン
ト
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を
も
つ
母
音
に
抑
揚
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
0
児
童
は
ま
ず
教

師
が
朗
読
す
る
の
を
聞
く
。
つ
い
で
彼
ら
自
身
が
教
師
の
指
導
の
も
と
に
一
人

ず
つ
読
ん
で
い
く
0
詩
句
の
規
律
を
感
得
し
再
生
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
繰
り

返
し
て
読
む
.
反
役
は
す
こ
し
ず
つ
律
動
と
詔
調
の
感
覚
を
生
み
出
す
で
あ
ろ

う
。
こ
の
学
習
に
お
い
て
や
さ
し
い
詩
を
児
童
に
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
律
動
の
は
っ
き
り
し
た
詩
か
ら
始
め
る
。
半
分
ず
つ
か
、
も

し
く
は
、
四
つ
の
部
分
に
区
分
さ
れ
て
い
る
1
2
音
鞄
の
t
連
の
詩
句
を
読
む
こ

と
は
　
そ
の
律
動
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
脚
斑
が
長
け
れ
ば
児
童
に

と
っ
て
は
容
易
な
こ
と
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
ら
の
詩
に
つ
づ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
律

動
が
明
確
で
な
い
詩
を
暗
唱
さ
せ
、
噺
次
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
の
い
っ
そ
う
巧
妙

な
詩
に
い
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
.
最
初
か
ら
複
雑
な
律
動
と
青
空
性
を
も

っ
た
不
規
則
な
詩
を
朗
唱
さ
せ
る
こ
と
は
教
育
的
な
過
ち
の
一
つ
で
あ
る
.
あ

る
教
師
た
ち
は
、
最
初
に
意
味
の
上
か
ら
み
て
「
や
さ
し
い
」
作
品
を
捜
す
こ

と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
こ
で
段
階
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
因
難
さ
は
'
と

く
に
そ
の
種
の
も
の
で
は
な
い
。
中
級
や
上
級
第
一
学
年
に
お
い
て
、
律
動
の

学
習
を
始
め
る
の
に
好
適
な
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
の
寓
話
は
、
そ
の
主
題
に
よ
っ

て
「
や
さ
し
い
」
の
で
は
な
く
そ
れ
ら
の
1
迫
の
詩
句
が
容
易
に
寧
ろ
っ
る

律
動
を
も
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
.
例
え
ば
'
寓
話
「
牝
獅
子
の
葬
式
」

a
s
s

は
1
2
と
8
の
音
　
綴
だ
け
で
枯
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
子
供
た
ち
が
か

な
り
容
易
に
そ
の
律
動
を
感
じ
取
り
、
再
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
寓
話
の
一
つ

で
あ
る
。

1
九
二
三
年
の
訓
令
は
、
確
固
と
し
た
文
学
的
価
値
を
も
つ
作
品
の
み
を
暗

記
さ
せ
る
よ
う
、
正
し
く
規
定
し
て
い
る
。
児
童
の
知
的
年
齢
を
こ
え
る
も
の

で
も
'
力
強
い
感
情
や
習
遍
的
な
イ
デ
ー
ー
　
そ
れ
ら
は
詩
そ
の
も
の
で
あ
る

-
　
が
'
や
さ
し
い
日
常
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
品
で
あ
れ

ば
、
教
材
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
障
告
も
な
い
。
も
し
子
供
た
ち
が
'
閉

′

い
た
り
、
朗
読
し
た
り
、
暗
唱
し
た
り
す
る
詩
句
の
律
動
と
詣
調
と
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
言
語
的
・
文
学
的
注
釈
は
多
-
の
ば
あ
い
余
計
な
も
の

と
な
ろ
う
。
好
響
性
と
禿
嬰
語
句
と
に
よ
っ
て
'
児
童
は
詩
的
な
忠
恕
・
感

情
を
直
槻
的
に
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
0
読
解
学
習
が
も
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
、

彼
ら
の
感
動
の
無
意
識
的
要
素
を
あ
き
ら
か
に
す
る
役
を
に
な
う
の
で
あ

sna.第
二
学
年
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
む
ず
か
し
い
詩
を
取
り
扱
い
う
る
で
あ
ろ

う
.
し
か
し
、
指
導
覇
領
は
、
そ
れ
以
上
に
朗
読
法
の
細
部
に
ま
で
解
説
を
与

え
う
る
0
律
動
や
規
律
の
理
論
的
な
学
習
を
す
る
こ
と
な
く
'
詩
句
は
そ
の
性

質
上
大
き
な
声
で
発
音
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
　
各
行
の
詩
句
は
1
定
数

の
シ
ラ
ブ
ル
が
聞
こ
え
る
蝣
H
'
つ
に
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
数
は
語
句
の
級

字
法
や
日
常
の
発
音
と
常
に
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
を
示
そ
う
。
も

し
だ
れ
か
が
あ
る
シ
ラ
ブ
ル
を
省
略
し
た
ら
、
そ
の
詩
句
は
「
砧
を
ふ
ま
な
い
、

破
格
の
」
詩
と
な
る
こ
と
を
、
児
童
白
身
わ
か
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
。
教
師

は
、
散
文
で
は
自
由
で
あ
る
が
、
詩
句
に
お
い
て
は
律
動
を
保
つ
た
め
に
先
行

り
ヱ
ゾ
ン

す
る
母
音
を
発
音
す
る
必
要
上
引
き
お
こ
_
さ
れ
る
通
読
に
つ
い
て
、
と
-
に
生

徒
の
注
意
を
喚
起
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
徒
は
、
彼
ら
の
記
憶
の
中

で
鳴
り
抑
思
い
て
い
る
詩
句
の
具
体
的
な
例
に
よ
っ
て
へ
　
つ
ぎ
の
こ
と
を
理
解
す

る
よ
う
に
な
ろ
う
.
す
な
わ
ち
、
各
行
の
戯
後
を
し
る
す
脚
斑
は
、
耳
に
と
っ

て
い
つ
も
必
要
な
1
つ
の
予
告
で
あ
り
、
各
行
の
内
的
な
律
動
が
い
っ
そ
う
複

雑
に
な
り
'
一
段
と
担
え
に
-
い
場
合
は
'
ま
す
ま
す
不
可
欠
の
も
の
と
な
る

こ
と
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

暗
唱
指
導
の
全
域
に
わ
た
っ
て
'
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
暗
唱
指
導
の

重
l
*
性
と
そ
の
意
義
へ
児
童
の
興
味
'
各
学
級
ご
と
の
指
導
へ
教
材
の
選
定
、
I
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指
導
上
の
甜
意
点
な
ど
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
諸
点
を
と
お
し
て
共
通
に
見
出

せ
る
暗
p
;
指
導
の
力
点
は
'
表
現
学
習
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
記
憶

と
い
う
観
点
よ
り
も
、
作
品
の
音
声
に
よ
る
理
解
か
ら
表
現
化
に
最
大
の
関
心

が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
訓
令
の
文
章
か
ら
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
律
動

と
詣
調
に
幾
度
と
な
く
触
れ
'
明
瞭
な
発
音
や
朗
読
法
に
指
導
の
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
児
出
血
は
、
耳
か
ら
斑
律
を
捉
え
、

目
で
詩
句
の
構
成
を
理
解
し
、
口
で
再
現
し
て
い
く
。
暗
唱
を
'
暗
記
と
朗
唱

と
に
分
け
る
と
す
る
と
'
朗
唱
に
大
き
な
比
重
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

プ
P
グ
ラ
ム

う
O
　
こ
れ
は
へ
指
導
要
領
の
初
級
・
中
級
の
項
が
'
「
表
現
的
な
暗
唱
」
と
な

っ
て
い
る
の
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
'
作
品
の
暗
記
な
し
に
は
'

「
朗
唱
」
は
問
題
外
な
の
で
あ
る
が
。

指
導
の
実
際
に
つ
い
て
は
、

準
備
級
　
で
は
'
短
い
詩
を
耳
か
ら
学
ば
せ
る
(
す
な
わ
ち
'
テ
キ
ス
-
吃

し
で
、
教
師
の
朗
読
を
聞
き
な
が
ら
暗
記
・
復
唱
す
る
の
で
あ
る
0
　
こ
の
学
級

で
は
ま
だ
十
分
に
文
字
を
読
み
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
箪
者
注
)
が
'
明

瞭
な
発
音
と
正
確
な
朗
読
と
を
求
め
る
O

初
級
　
か
ら
は
、
読
み
方
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
'
す
こ
し
長
い
詩
を
選
ん
で
学

習
す
る
。
(
テ
キ
ス
-
に
も
と
づ
く
学
習
を
開
始
す
る
。
筆
者
注
)
0

中
級
　
に
な
る
と
'
詩
に
あ
わ
せ
て
散
文
の
作
品
(
そ
の
比
率
は
詩
が
3
と

す
れ
ば
散
文
は
-
-
-
)
。

と
規
定
し
て
い
て
、
指
導
要
領
の
解
説
・
具
体
化
を
は
か
っ
て
い
る
0

し
か
し
'
こ
こ
で
'
な
ぜ
詩
を
暗
唱
学
習
の
主
要
教
材
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

り
蝣
"
-
-
I

か
、
の
疑
問
が
生
じ
る
。
訓
令
に
「
中
級
に
な
る
と
、
児
完
の
記
憶
が
規
律
に

ょ
っ
て
助
け
ら
れ
る
必
嬰
が
す
-
な
-
な
る
の
で
・
・
・
-
」
と
あ
り
、
詩
の
も
つ

額
律
が
と
く
に
低
学
年
の
児
童
の
記
憶
化
を
助
け
る
こ
と
が
わ
か
る
が
'
そ
れ

以
後
に
お
い
て
も
詩
は
依
然
と
し
て
主
項
な
教
材
な
の
で
あ
る
o
そ
れ
は
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
へ
ど
の
よ
う
な
詩
が
暗
唱
指
導
の
教

材
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ね
ら
い
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ

ろ
う
か
o
こ
れ
ら
の
問
題
を
つ
ぎ
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
o

≡

プ
B
グ
ラ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
琵
6

ル
テ
-
エ
氏
の
「
指
導
顎
領
・
訓
令
・
年
間
計
画
表
」
に
よ
っ
て
、
初
級
第

1
学
年
'
中
級
第
1
学
年
'
上
級
の
三
学
年
で
学
習
予
定
と
な
っ
て
い
る
作
品

名
を
掲
げ
る
。
か
っ
こ
内
は
作
者
名
で
あ
る
。
「
学
校
訪
問
の
際
'
教
師
の
机

近
く
の
掲
示
板
に
、
そ
の
学
年
中
に
学
ぶ
暗
唱
作
品
の
リ
ス
ト
が
規
則
ど
お
り

張
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
　
(
訓
令
)
、
そ
の
-
ス
ト
の
一
例
で
あ
る
。

初
級
第
T
学
年

1
、
郵
便
配
達
人
(
ス
ピ
ー
)

2
、
狐
と
ぶ
ど
う
(
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
)

3
、
私
は
佼
し
い
思
い
出
を
持
っ
て
い
る
/
　
(
シ
ャ
ト
ー
ブ
-
ア
ン
)

4
、
ひ
ば
り
(
ヤ
ー
ル
)

5
'
ひ
な
ぎ
-
(
レ
ベ
-
グ
)

6
'
食
べ
も
の
　
(
デ
ュ
ア
メ
ル
)

7
'
私
の
よ
い
馬
(
エ
カ
ー
ル
)

8
、
少
女
の
枕
(
ヴ
ァ
ル
モ
ー
ル
)

9
、
狐
と
鶴
(
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
)

1
0
、
鳩
と
あ
り
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
 
1
、
獅
子
と
艮
　
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
2
'
獅
子
と
ぶ
よ
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
3
、
秋
(
ド
ラ
-
ユ
・
マ
ル
ド
-
ユ
)
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1
4
、
大
鯉
と
小
鯉
(
フ
ロ
リ
ア
ン
)

1
5
、
母
　
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

1
6
、
水
の
歌
　
(
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
)

1
7
、
醗
雨
の
あ
と
(
ヴ
ラ
ン
)

1
 
'
私
の
美
し
い
村
(
バ
タ
ー
ユ
)

1
9
へ
　
田
舎
の
お
祭
(
オ
ベ
ー
ル
)

2
0
、
小
さ
な
家
(
ゲ
イ
ル
ド
ラ
ッ
ク
)

2
1
、
小
さ
な
子
供
た
ち
に
(
ド
-
デ
ー
)

2
2
、
釣
り
を
す
る
人
(
レ
イ
)

2
3
'
秋
(
ラ
マ
ル
チ
-
ヌ
)

2
'
揺
り
か
ご
の
子
供
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

が
ま

2
5
、
訂
(
ユ
ー
ゴ
I
)

中
級
第
l
学
年

l
、
紡
ぎ
卓
の
歌
(
ル
コ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
)

.
c
q
、
変
と
密
蜂
(
ロ
ン
サ
ー
ル
)

3
'
貧
乏
な
子
供
(
ロ
ス
タ
ン
)

4
'
幸
福
(
フ
ォ
ー
ル
)

5
、
追
悼
の
歌
(
祖
国
の
た
め
に
死
ん
だ
人
々
に
)
　
(
ユ
し
コ
ー
)

6
、
私
は
優
し
い
ロ
バ
を
愛
し
た
.
.
.
.
.
.
.
(
ジ
ャ
ム
)

7
'
世
界
で
最
も
美
し
い
国
(
レ
ベ
-
ク
)

8
、
都
会
の
鼠
と
田
舎
の
艮
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

9
、
狼
と
犬
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
0
へ
樫
と
茸
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
 
1
へ
艮
の
会
議
(
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
)

1
2
'
兎
と
亀
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

1
3
'
お
嬢
さ
ん
　
(
ゴ
ー
テ
ィ
エ
)

1
.
親
子
の
愛
惜
(
パ
ス
-
ウ
ー
ル
)

1
5
、
聖
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
　
(
ア
ン
ジ
ェ
-
エ
)

1
6
'
春
の
朝
(
ノ
ア
-
ユ
)

1
7
、
両
が
降
る
-
-
(
グ
レ
)

1
8
、
二
人
の
姉
妹
　
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

1
9
、
ス
ガ
ン
さ
ん
の
山
羊
(
抜
琴
)
　
(
ド
-
デ
ー
)

2
0
'
蛙
(
サ
マ
ン
)

2
1
、
故
郷
(
ノ
ア
-
ユ
)

2
'
老
い
た
貧
乏
人
(
ロ
-
チ
)

2
3
へ
戦
の
あ
と
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

2
4
、
フ
ラ
ン
ク
人
(
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
)

2
5
、
十
月
(
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
)

上
級

1
、
時
は
そ
の
外
套
を
残
し
て
い
っ
た
-
-
(
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ル
レ
ア
ン
)

2
'
故
郷
(
デ
ュ
・
ベ
レ
ー
)

3
'
ル
・
シ
ッ
ド
　
(
コ
ル
ネ
-
ユ
)

4
、
牡
獅
子
の
葬
式
(
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
)

5
'
鷲
の
ま
ね
を
し
た
烏
(
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
)

6
、
ジ
ュ
ノ
ン
に
訴
え
た
孔
雀
(
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
)

7
'
ル
イ
十
四
世
の
恋
歌
(
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人
)

8
'
守
銭
蚊
(
モ
-
ュ
l
ル
)

9
'
朽
選
び
(
町
人
血
H
族
よ
り
)
　
(
モ
-
ュ
l
ル
)
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1
0
ヽ

1
1
ヽ

1
2
ヽ

1
3
ヽ

・

*

/

1
5
ヽ

も
し
私
が
金
持
で
あ
っ
た
な
ら
-
-
(
ル
ソ
)

サ
ア
デ
ィ
の
パ
ラ
　
(
ヴ
ァ
ル
モ
ー
ル
)

釈
(
ラ
マ
ル
チ
-
ヌ
)

故
郷
'
-
i
I
　
(
ラ
マ
ル
チ
-
ヌ
)

角
笛
(
ヴ
イ
ニ
I
)

夕
べ
の
星
　
(
-
ユ
ツ
セ
)

1
6
、
貧
乏
な
人
々
　
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

1
7
、
オ
セ
ア
、
ノ
ッ
ク
ス
　
(
ユ
ー
'
コ
-
)

1
8
、
田
閲
の
生
活
(
ユ
ー
ゴ
ー
)

1
9
、
市
場
(
サ
マ
ン
)

2
0
、
征
服
者
(
エ
レ
デ
ィ
ア
)

2
1
へ
諸
国
民
の
中
の
フ
ラ
ン
ス
　
(
-
シ
r
l
レ
)

2
2
、
真
昼
(
ル
コ
ン
・
ド
・
-
-
ル
)

2
3
、
わ
が
家
の
周
囲
(
'
&
エ
ル
パ
ー
レ
ン
)

2
4
、
無
鉄
砲
な
人
々
　
(
プ
-
ユ
ド
ム
)

2
5
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
ム
ウ
-
ズ
へ
の
別
れ
(
ペ
ギ
-
)

「
ど
の
学
級
に
お
い
て
も
'
は
っ
き
り
と
価
値
の
定
ま
っ
た
作
品
の
み
を
選

ん
で
児
童
に
記
憶
さ
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
。
」
と
い
う
「
訓
令
」
の
精
神
に
即

し
て
決
定
さ
れ
た
計
画
表
で
あ
る
o
こ
こ
に
は
児
童
詩
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
す

べ
て
成
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
作
品
の
み
で
あ
る
0
し
か
も
I
流
文
学
者
の
傑

作
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
「
暗
唱
教
材
の
選
択
は
'

フ
ラ
ン
ス
文
学
の
最
上
の
作
品
に
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
O
内
容
・
形
式
に
お

い
て
子
供
っ
ぽ
-
、
平
凡
な
も
の
を
含
む
作
品
は
徹
底
的
に
避
け
ね
ば
な
ら
な

琵
7

い
。
」
と
は
、
か
つ
て
の
視
学
官
オ
ヴ
ァ
ン
氏
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
児
童
の
作

晶
、
児
尭
向
け
に
作
ら
れ
た
作
品
は
'
こ
こ
で
は
全
く
問
顕
外
と
さ
れ
て
い

る
。
ラ
・
ホ
ン
テ
I
ヌ
'
ユ
ー
ゴ
ー
'
ラ
マ
ル
チ
ー
ヌ
、
ヴ
ユ
ル
パ
ー
レ
ン
'

ル
コ
ン
・
ド
・
r
-
-
ル
、
ロ
ン
サ
ー
ル
な
ど
の
詩
、
ド
-
デ
ー
、
シ
ャ
ト
ー
ブ

リ
ア
ン
'
ル
ソ
'
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人
、
・
、
、
シ
ュ
レ
な
ど
の
文
章
へ
　
こ
れ
ら
は
'

い
ず
れ
も
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
t
流
作
家
の
傑
作
で
あ
る
O
問
題
は
'
そ
れ
ら

の
傑
作
が
は
た
し
て
児
童
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
'
で
あ
る
O

オ
'
b
ァ
ン
氏
は
'
「
児
窪
が
、
試
み
か
つ
暗
記
し
て
い
る
作
品
を
完
全
に
理

解
す
る
こ
と
は
必
額
な
こ
と
で
は
な
い
。
教
発
あ
る
わ
れ
わ
れ
成
人
が
'
読
み

馴
れ
た
作
品
に
お
い
て
も
'
そ
の
意
味
を
い
つ
も
す
べ
て
明
確
な
形
で
認
知
し

て
い
る
と
は
か
ぎ
る
ま
い
o
ラ
・
ホ
ン
テ
-
ヌ
の
寓
話
の
l
つ
を
と
っ
て
も
'

そ
の
す
べ
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
理
解
し
て
い
る
と
う
ぬ
ぼ
れ
る
こ
と
の
で
き

る
教
師
が
い
っ
た
い
い
る
だ
ろ
う
か
。
だ
の
に
'
児
童
に
つ
い
て
と
な
る
と
、

i-i'-c

な
ぜ
そ
ん
な
に
ま
で
要
求
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
詰
問
し
て
い
る
。
「
訓

令
」
に
も
、
「
児
童
の
知
的
年
齢
を
こ
え
る
も
の
で
も
'
力
強
い
感
情
や
普
遍

的
な
イ
デ
I
I
そ
れ
ら
は
詩
そ
の
も
の
で
あ
る
　
-
　
が
'
や
さ
し
い
日
常
的

な
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
品
で
あ
れ
ば
'
教
材
に
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る
し
、
障
害
も
な
い
。
」
と
断
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
く
理
解
さ
れ
な

い
の
で
は
'
暗
記
・
朗
唱
の
努
力
が
、
学
習
者
に
む
な
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
O
　
「
や
さ
し
い
日
常
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
訓

令
」
の
規
定
も
、
児
童
の
理
解
程
度
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
流
の
作
品
の
意
味
は
必
ず
し
も
平
易
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
な
の
に
'
な
ぜ
暗
唱
指
導
で
は
'
す
ぐ
に
理
解
で
き
な
い
詩
を
多
く
取
り

扱
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
訓
令
」
で
は
T
も
し
子
供
た
ち
が
、
聞
い
た
り
.
朗
読
し
た
り
、
暗
唱
し
た
り

り
J
・
ム
_
丁
ル
モ
.
t
-

す
る
詩
句
の
律
動
と
語
調
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
'
言
語
的
、
文
学
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的
注
釈
は
多
-
の
ば
あ
い
余
計
な
も
の
と
な
ろ
う
。
好
響
性
と
重
嬰
語
句
と
に

よ
っ
て
'
児
窪
は
詩
的
な
思
想
・
悠
情
を
近
親
的
に
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
託

的
学
習
が
も
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
'
か
れ
ら
の
感
動
の
無
意
識
的
要
素
を
あ
き

ら
か
に
す
る
役
を
に
な
う
で
あ
ろ
う
。
」
と
、
理
解
と
鑑
質
の
問
題
を
位
置
づ
け

て
い
る
O
理
解
は
将
来
の
読
解
学
習
に
ゆ
だ
ね
、
無
意
識
に
で
は
あ
る
が
、
詩

の
感
動
に
学
習
9
原
動
力
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
感
動
は
詩
特
有
の

「
律
動
と
詔
調
」
に
よ
る
。
「
律
動
と
謂
調
」
を
有
力
な
手
が
か
り
と
し
て
作
品
の

鑑
賞
に
む
か
っ
て
い
-
。
記
憶
化
と
鑑
賞
の
点
か
ら
も
、
暗
唱
指
導
の
主
要
教

材
と
し
て
、
詩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
の
う
え
、
詩
の
暗
唱
は
、

「
律
動
と
謂
調
」
を
体
感
さ
せ
て
-
れ
る
故
に
、
「
児
童
に
と
っ
て
快
い
も
の

と
な
る
」
(
「
訓
令
」
)
効
果
を
も
っ
て
い
る
o
「
読
み
方
の
授
業
よ
り
も
、
唱

琵
9

歌
の
授
業
に
近
い
。
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
O
「
詩
は
理
解
さ

琵
1
0

れ
る
た
め
に
で
は
な
く
、
感
得
さ
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
」
と
か
へ
「
頁

の
詩
は
子
供
に
さ
え
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
真
の
詩
は
し
ば
し
ば

汁
い
〓

完
全
な
純
重
さ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
寺
の
教
材
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
実
際
の
取
り
扱
い
に
お
い

て
は
、
作
品
の
部
分
ま
た
は
全
体
に
つ
い
て
へ
は
な
は
だ
し
い
誤
解
を
お
か
さ

な
い
よ
う
に
注
意
す
れ
ば
た
り
る
の
で
あ
る
。
「
ユ
J
n
I
の
詩
の
2
0
行
ば
か

り
を
暗
記
し
て
い
る
児
宜
が
、
そ
の
詩
句
の
意
味
と
中
心
的
な
感
情
と
を
だ
い

た
い
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
な
ら
、
ま
た
、
朗
誹
が
そ
の
児
童
に
詩
(
の
行
と

追
)
　
の
も
つ
律
動
と
、
母
音
・
子
音
の
類
似
・
対
立
か
ら
生
じ
る
譜
調
と
を
感

じ
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
.
児
童

は
そ
れ
ら
の
詩
句
か
ら
貴
重
な
利
益
を
計
き
出
す
で
あ
ろ
う
O
や
さ
し
く
は
あ

琵
_

る
が
子
供
向
き
の
作
品
か
ら
引
き
出
す
以
上
の
も
の
を
。
」
は
'
オ
ヴ
ァ
ン
氏

の
こ
と
ば
で
あ
る
。

暗
唱
学
習
の
有
効
性
は
以
上
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
.
よ
り
大
き
な
意
義

は
児
宝
の
将
来
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
オ
ヴ
ァ
ン
氏
は
'
前
の
文

章
に
続
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
そ
の
う
え
、
こ
の
現
在
的
な
利

.
*
が
、
期
待
す
べ
き
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
o
こ
れ
ら
の
美
し
い
詩
句
は
児
童

の
記
憶
の
中
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
詩
句
を
し
っ
か
り
と
捉
え
、
愛

好
す
る
な
ら
ば
'
ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
口
に
出
し
て
み
た
り
'
そ
れ
を
味
わ

っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
へ
そ
の
新
し
-
味
わ
う
た
び
ご

と
に
'
進
歩
し
た
知
力
と
養
わ
れ
た
趣
味
の
力
に
よ
っ
て
へ
そ
れ
ま
で
了
解
で

き
な
い
で
い
た
意
味
を
詩
句
の
中
に
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
完

全
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
美
し
い
作
品
は
、
知
的
な
潜
在
力
と
未
来
の
美

琵
1

的
な
快
楽
と
を
的
上
田
に
も
つ
素
材
を
内
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
フ
ラ

ン
ス
の
文
学
作
品
か
ら
t
流
の
も
の
を
選
ん
で
暗
唱
さ
せ
る
理
由
と
'
そ
こ
に

め
ざ
さ
れ
て
い
る
学
力
の
特
性
が
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
'
3
眼
で
読

ま
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
耳
か
ら
聴
き
'
評
価
し
て
き
た
と
い
う
'
フ
ラ
,
)
ス

文
学
享
受
の
伝
統
を
ふ
り
か
え
り
'
暗
唱
学
習
の
未
来
へ
の
有
効
性
を
考
え
る

と
'
暗
唱
指
導
は
す
ぐ
れ
た
文
学
入
門
の
役
目
を
は
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
律
動
・
語
調
」
と
い
う
感
覚
的
直
観
的
な
面
を
と
お
し
て
で
は
あ
る
が
O

(
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
す
ぐ
れ
た
感
覚
教
育
、
美
的
教
育
で
あ
り
二
云

術
教
育
の
性
格
を
持
つ
と
い
え
る
。
)

さ
ら
に
、
暗
唱
指
導
は
美
し
い
作
品
を
習
得
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
そ
の
作

品
の
作
者
に
つ
い
て
も
学
ば
せ
る
粍
会
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
o
上
級
以
上

の
詩
・
散
文
教
材
の
作
者
名
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
文
学
史
学
習
の
導
入

と
も
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
作
品
の
暗
唱
を
と
お
し
て
'
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
精
髄
に
触
れ
さ
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せ
て
い
こ
う
と
す
る
、
早
期
の
'
し
か
し
、
よ
-
準
僻
さ
れ
た
文
学
教
育
の
実

践
を
み
る
の
で
あ
る
O
で
は
'
そ
れ
は
い
か
に
準
備
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

四

暗
唱
学
習
の
指
導
過
程
は
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
的
に
み

て
'
前
半
と
後
半
と
に
分
け
ら
れ
る
o
前
半
で
の
指
導
は
、
冒
預
に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
教
材
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
主
と
し
て
教
師
が
活
躍
し
、
児
童

は
理
解
と
鑑
賞
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
る
の
で
あ
る
。
後
半
は
、
児
童
が
主
役
と
な

っ
て
、
暗
記
し
て
き
た
作
品
を
全
員
の
前
で
朗
唱
す
る
。
教
師
は
そ
の
朗
唱
を

閃
き
な
が
ら
、
明
瞭
な
発
音
・
朗
説
法
そ
の
他
の
観
点
か
ら
訂
正
し
、
校
範
を

示
し
っ
つ
、
児
童
の
朗
唱
を
真
に
作
品
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
仕
上
げ

て
い
く
。
(
中
級
以
上
に
あ
っ
て
は
、
前
・
後
半
そ
れ
ぞ
れ
に
3
0
分
ず
つ
を
か

珪
l

け
て
'
1
つ
の
詩
ま
た
は
抜
軍
部
分
を
学
習
す
る
。
)

暗
唱
指
導
で
は
、
こ
の
後
半
が
達
成
す
べ
.
き
表
現
学
習
と
な
っ
て
い
る
の

ヽ

　

ヽ

で
へ
　
こ
の
部
分
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
表
現
学
習
を
成
功
さ
せ

る
た
め
に
も
'
ま
た
、
無
理
の
な
い
暗
記
を
さ
せ
る
た
め
に
も
、
前
半
で
の
指

導
は
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
微
妙
で
国
難
な
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

前
半
の
3
0
分
授
業
で
は
、
教
材
の
提
示
(
教
師
の
重
訳
ま
た
は
暗
唱
)
、
作

品
の
解
説
(
斑
律
を
と
お
し
て
'
ま
た
は
重
項
語
句
に
よ
る
、
テ
ー
マ
・
構
成

・
だ
い
た
い
の
意
味
・
詩
法
)
へ
児
宜
の
朗
試
、
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
の

が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
初
め
に
紹
介
し
た
の
で
、
こ
の
時
問
の
指
導
の
細
目
は
省

略
す
る
。
「
訓
令
」
に
も
取
り
扱
い
上
の
注
意
が
多
く
み
ら
れ
よ
う
。

後
半
の
3
0
分
は
'
と
く
に
発
音
・
朗
読
法
に
注
意
し
て
指
導
し
'
表
現
学
習

を
徹
底
さ
せ
る
時
間
で
あ
る
。
こ
の
授
業
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
報
告

江
l

L
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

最
後
に
、
一
皮
学
習
さ
れ
た
作
品
を
記
憶
に
定
着
さ
せ
る
復
習
の
問
題
が
あ

る
O
学
年
始
め
に
教
材
-
ス
ト
が
設
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
定
期
的
な
復
習
の

計
画
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
記
憶
の
定
着
化
は
反
復
学
習
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
。
し
か
し
、
反
役
だ
け
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
o
　
ア
ラ
ン
は
、

琵
t

「
記
憶
印
象
は
再
構
成
に
よ
っ
て
田
定
す
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
0
　
つ
ざ
つ

ぎ
と
美
し
い
詩
・
散
文
を
記
臆
さ
せ
、
そ
れ
を
「
再
構
成
」
さ
せ
る
復
習
は
'

ま
た
、
た
ん
な
る
反
復
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
新
し
く
記
憶
す
る
作
品

に
よ
っ
て
、
文
学
表
現
の
実
に
さ
ら
に
一
段
と
鋭
敏
に
な
っ
て
い
-
学
習
を
と

お
し
て
'
は
じ
め
て
頁
に
有
効
な
「
再
構
成
」
が
成
就
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
0

段
階
的
な
詩
の
美
し
さ
の
発
見
と
結
び
つ
い
た
役
習
計
画
が
肝
要
な
問
田
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

い
の
ち

「
作
品
を
暗
唱
す
る
と
は
、
生
命
の
動
き
と
熱
と
色
彩
と
で
も
っ
て
作
品
を

生
か
す
こ
七
で
あ
り
'
語
本
来
の
設
味
に
お
い
て
'
作
品
が
内
包
す
る
も
の
す

;I;i

べ
て
を
衰
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
、
シ
ャ
ル
ド
ン
氏
は
定
義
す
る
O
暗
唱
指

導
は
た
ん
な
る
受
容
・
詰
め
込
み
で
な
い
こ
と
は
、
以
上
、
み
て
き
た
と
お
り

で
あ
る
0
理
精
へ
の
配
慮
は
十
分
に
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
発
表
・
表

現
の
学
習
指
導
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
O

読
み
方
学
習
に
お
い
て
も
、
「
表
現
読
み
」
は
実
行
さ
れ
て
い
る
が
'
暗
唱

学
習
で
は
記
憶
化
の
作
業
が
加
わ
り
、
定
着
度
が
い
っ
そ
う
増
大
す
る
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
す
ぐ
れ
た
表
現
・
言
い
ま
わ
し
を
さ
ら
に
t
段
と
確
実
に
習
得

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
み
方
よ
り
も
集
中
度
が
高
い
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
ア
ラ
ン
も
「
わ
た
し
は
、
目
と
手
と
に
よ
る
勉
強
に
'
暗
唱
と
い
う
古

江q,_

来
の
締
習
を
つ
け
加
え
た
い
O
」
と
希
望
し
て
い
る
。

ア
ラ
ン
は
読
け
て
、
「
こ
の
際
の
暗
唱
は
発
声
器
官
の
一
つ
の
体
操
と
し
て
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法
1

用
い
ら
れ
る
わ
け
だ
。
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
よ
う
に
、
暗
唱
学
習
は
'
発
音

・
発
声
の
学
習
で
も
あ
る
.
朗
読
法
に
注
意
す
る
学
習
は
そ
の
ま
ま
話
し
方
の

学
習
に
結
び
つ
-
O

暗
唱
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
を
も
た
ら
す
学
習
で
あ
る
.

読
み
方
・
話
し
方
・
語
桑
に
と
ど
ま
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
育
全
般
に
有
益

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
記
憶
力
の
鍛
練
を
経
つ
つ
'
と
く
に
'
真

の
美
し
さ
・
美
的
感
動
へ
の
す
ぐ
れ
た
導
入
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
す

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
読
み
方
以
上
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
へ

絵
画
、
音
楽
以
上
に
も
'
児
宜
の
芸
術
入
門
を
は
た
す
の
は
'
暗
唱
に
よ
っ
て

琵
2
0

で
あ
る
。
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
'
シ
ャ
ル
ド
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
暗
唱
の
意
義
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な

い
の
で
あ
る
。
「
芸
術
の
入
門
で
あ
る
暗
唱
は
、
趣
味
や
美
的
感
受
性
を
形
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
意
義
の
わ
ず
か
し
か
触
れ

て
い
な
い
。
事
実
、
暗
唱
は
芸
術
に
属
し
て
い
る
。
暗
唱
す
る
者
は
'
作
家
の

思
想
に
分
け
入
っ
て
い
-
に
つ
れ
て
へ
そ
の
作
家
の
霊
感
を
自
分
の
も
の
と

し
へ
創
造
的
な
感
動
を
再
現
し
て
い
-
。
す
ぐ
れ
た
朗
読
へ
す
ぐ
れ
た
暗
唱
は

・
I
<
・
.
丁
ン
'
<

い
う
ま
で
も
な
く
へ
聴
き
手
に
作
品
の
輪
郭
と
と
も
に
そ
の
陰
　
影
を
感
じ

取
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
こ
と
ば
に
し
た
が
え
ば
、

レ

▼

.

ン

t

・

丁

ン

サ

　

　

　

　

　

　

　

I

A

T

.

あ
る
程
度
ま
で
作
品
を
再
　
創
　
造
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
0
」
教
育
の
点
も

高
い
目
標
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
よ
う
。

暗
唱
教
材
と
し
て
'
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
傑
作
を
網
羅
し
、
そ
れ
を
生
き
た
姿

で
学
習
す
る
こ
と
は
'
と
り
も
な
お
さ
ず
'
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
精
髄
で
教
育
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
.
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
直
接
的
感
党
的
に
伝
承
す
る
正
味
に

お
い
て
も
ち
ま
た
、
語
義
の
解
釈
よ
り
も
精
神
の
覚
醒
に
目
的
を
置
く
教
育
の

意
義
か
ら
み
て
も
'
暗
唱
指
導
が
'
も
っ
と
も
重
壱
な
教
育
の
1
つ
に
屈
す
る

こ
と
は
撞
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ア
ラ
ン
の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス

人
の
あ
い
だ
で
同
」
3
と
称
賛
を
得
て
い
る
以
上
へ
古
来
か
ら
の
伝
統
的
な
暗
唱

指
導
は
'
改
良
さ
れ
つ
つ
も
、
変
わ
り
な
-
支
持
さ
れ
へ
継
承
さ
れ
て
い
-
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
暗
唱
指
導
の
真
髄
が
力
説
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

「
詩
は
人
間
的
秩
序
の
淀
で
あ
り
'
し
ば
し
ば
言
っ
た
よ
う
に
'
魂
の
鏡
で

あ
る
。
し
か
し
詩
と
い
っ
て
も
'
子
供
用
に
と
-
に
書
か
れ
た
ば
か
げ
た
詩
で

は
な
く
て
'
反
対
に
も
っ
と
も
高
尚
な
'
も
っ
と
も
尊
重
さ
る
べ
き
詩
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
へ
子
供
で
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
よ
く
言
わ
れ
る
。

疑
い
も
な
-
、
子
供
に
は
最
初
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
0
し
か
し
詩
の
力
と
い

う
も
の
は
、
そ
れ
を
読
む
た
び
ご
と
に
、
わ
れ
わ
れ
を
教
え
る
に
先
だ
っ
て
、

ま
ず
音
と
-
ズ
ム
と
に
よ
っ
て
'
わ
れ
わ
れ
を
普
遍
的
人
間
の
モ
デ
ル
に
従
う

よ
う
に
し
む
け
て
い
-
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
子
供
に
も
よ
い
こ

と
で
あ
り
'
否
と
く
に
子
供
に
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
子
供
は
、
か
れ
が
耳

な

に
す
る
あ
の
人
問
の
噴
き
声
に
よ
っ
て
自
分
の
動
物
的
な
性
質
を
統
制
す
る
の

で
な
け
れ
ば
'
い
っ
た
い
ど
う
し
て
話
す
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
か
れ
が
念
を
入
れ
て
美
し
い
嘩
き
声
を
暗
唱
す
る
よ
う
に
し

て
や
り
た
ま
え
。
こ
う
し
て
こ
そ
'
ま
ず
か
れ
の
情
念
を
統
制
し
な
が
ら
、
あ

ら
f
:
∴
,
-
蝣
"
-
.
[
蝣
'
蝣
f
-
]
'
-
-
;
;
"
J
.
-
1
-
T
.
i
告
別
地
に
再
を
お
い
て
、
た
ち
ま
ち
i
J
'
-
情
Q
L
J
こ
ら
ま

で
'
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
人
間
的
風
景
の
全
体
が
只
見
で
き
る
よ
う
な
槻
寮
地
点

に
ま
で
自
己
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
子
供
は
が
さ
つ
で
'
野
蛮
人
み
た
い
だ
ね
。
か
れ
は
こ
う
し
た
こ
と
に

は
栢
間
心
だ
ね
.
わ
た
し
は
こ
う
し
た
こ
と
ば
を
ち
っ
と
も
信
じ
て
は
い
な

い
.
伶
人
な
詩
は
万
人
に
対
し
て
力
を
も
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
粗
野
な
迫
中

で
　
　
　
　
・
'
蝣
j
-
*
?
㌫
大
ハ
弐
l
*
n
<
-
」
る
も
"
-
-
1
I
J
 
I
汀
の
詩
で
4
-
^
t
O
が
救
い
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な
き
詩
で
あ
る
作
り
笑
い
に
対
抗
す
る
に
も
、
偉
大
な
詩
は
ど
う
し
て
も
必
要

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
万
人
に
あ
ら
ゆ
る
詩
を
'
そ
し
て
で
き
る

か
ざ
り
人
間
的
な
こ
と
ば
を
与
え
よ
。
か
か
る
模
倣
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
て
い

琵
2

な
い
人
間
は
人
間
で
は
な
い
の
だ
。
」

注
1
'
J
.
L
e
i
f
 
e
t
 
G
.
R
u
s
t
i
n
:
　
p
e
d
a
g
o
g
i
e
 
s
p
か
c
i
a
l
e
,

L

'

e

n

s

e

i

g

n

e

m

e

n

t

 

d

u

 

f

r

a

n

c

a

i

s

,

D

e

l

a

g

r

a

v

e

,

1

9

6

3

　

の

　

L

a

r
e
c
i
t
a
t
i
o
n
の
項
。
二
三
二
ト
二
三
三
ペ

注
2
、
L
.
L
e
t
e
r
r
i
e
r
‥
P
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
l
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
R
e
p
a
r
t
i
t
i
o

n
s
m
e
n
s
u
e
l
l
e
s
 
e
t
 
h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e
s
.
H
a
c
h
e
t
t
e
,
1
9
6
5
所
収
o

注
3
'
上
級
・
完
成
級
の
ク
ラ
ス
名
は
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
法
令
集
に
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

注
4
'
中
級
以
上
は
1
5
分
授
業
を
二
つ
合
わ
せ
、
二
日
に
3
0
分
授
業
一
回
と

し
て
い
る
。

琶
注
I
の
論
文
、
さ
ら
に
、
L
'
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
d
u
f
r
a
n
翠

B
o
u
r
r
e
l
i
e
r
,
1
9
6
0
の
P
.
C
h
a
r
d
o
n
の
論
文
に
よ
る
.

注
6
'
注
2
の
書
物
に
よ
る
。

注
7
、
A
.
A
u
b
i
n
,
L
'
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
f
r
a
n
c
a
i
s

B
o
u
r
r
e
l
i
e
r
,
1
9
6
0
,
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
に
よ
る
.
五
九
-
六
〇
ペ

注
8
、
同
前
論
文

注
9
'
注
I
の
論
文
、
二
二
六
ペ

注
1
0
'
注
1
の
論
文
、
二
二
三
ペ

注
1
1
、
P
.
C
h
a
r
d
o
n
J
別
掲
論
文
、
六
1
ペ

注
1
2
、
1
3
、
A
.
A
u
b
i
コ
.
前
掲
論
文
、
五
九
ぺ

注
i
-
I
 
r
-
i
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
初
等
国
語
教
育
-
授
業
参
観
を
と
お
し
て

-
」
)
大
下
学
園
国
語
科
教
育
研
究
会
「
研
究
紀
要
1
 
1
」
昭
和
4
 
1
年
1
2
月
4
日
)

参
照

注
1
6
、
ア
ラ
ン
「
教
育
論
」
第
二
八
章
、
(
ア
ラ
ン
著
作
集
7
、
八
未
見
訳

に
よ
る
。
以
下
同
じ
)
i
O
I
ぺ

注
1
7
t
P
.
C
h
a
r
d
o
n
,
前
掲
論
文
、
六
1
ぺ

注
。
。
'
c
T
i

i
-
i
i
-
I
、
前
掲
番
、
第
四
九
章
へ
1
七
二
ペ

注
2
0
'
注
1
の
論
文
、
二
一
九
ぺ

注
2
1
t
P
.
C
h
a
r
d
o
n
,
前
掲
論
文
、
七
二
ペ

注
2
2
、
前
掲
古
、
第
十
九
章
、
六
八
-
六
九
ぺ

(
昭
和
4

3
年
1
月
2
3
日
稿
)

(
大
阪
教
育
大
学
講
師
)
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